
華

来蕊

法

巌

L／」

観

特
に

三
聖
同
一削
観
に
つ
し、

て

坂

幸

男

本

悌
教
思
想
に
於
け
る
最
高
峰
の
地
位
を
占
め
る
も
の
が
、
華
厳
教
学
と
Z

八
台
教
学
と
で
あ
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
何
人
も
異
論
の
な
い

所
で
あ
ろ
う
。
就
中
、
天
台
教
学
に
在
つ
て
は
、

法
華
玄
義
、
法
華
文
句
、

摩
詞
止
観
の
所
謂
る
天
台
三
大
部
が
根
本
聖
典
と
し
て
重
要

視
せ
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
中
で
も
摩
詞
止
観
は
天
台
大
師
の
己
証
の
法
門
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
如
く
、
天
台
数
学
の
眼
目
を
な
す
も
の

で
あ
る
。

由
来
、
天
台
教
学
に
於
い
て
は、

教
観
二
門
を
車
の
両
愉
の
如
く
、
白
川
の
双
翼
の
如
し
と
境
へ

在
が
ら
も
、
何
れ
か
と
言
え
ば
教
相
門

よ
り
も
観
心
門

K
ウ
エ
イ
ト
が
置
か
れ
て

い
た
観
が
あ
る
。
と
れ
に
較
べ
て
華
厳
教
学
に
在
つ
て
は
如
何
ん
、
と
い

え
ば
、
玄
義
忙
相
当

ナ
る
華
厳
五
教
章
、
文
伺
に
匹
敵
す
る
華
厳
探
玄
記
は
あ
る
が
、
止
観
に
当
る
べ
き
も
の
が
見
当
ら
な
い
。

従
っ
て
華
厳
の
観
法
に
つ
い

て
は

一
般
の
人
々
か
ら
余
り
注
意
さ
れ
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
設
に
於
い
て
か、

宋
の
志
盤
の
仰
祖
統
記

へ
二
十
九
宥
）
に
依
れ

ぱ
、
鑓
巷
は
華
厳
を
評
し
て
、

法
界
観
は
別
し
て

一
縁
た
り
。
調
く
五
教
に
断
伏
の
八
甘
斉
川
県
し
。
然
る
と
き
は
則
ち
若
し
は
教
、
若
し
く
は
観
も
徒
ら
に
血
文
を
張

る
の
み
に
し
て
、
応
に
修
証
の
道
無
か
る
べ
し
。
清
涼
の
頓
頓
を
立
つ
る
が
若
き
K
至
り
て
は
、

浪
h
y
K
法
草
に
超
勝
ナ
る
こ
と
を
言
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っ。

（観
師
は
華
厳
を
判
じ
て
頓
々

と
為
し

天
ム川が
「
別
を
兼
ぬ
」と
判
ず
る
を
以
っ
て
一B

如
来
の
意
を
失
す
」、

と
い
う
。

叉
謂
く
「華
識
は
是
れ
菩
薩

が
請
・つ
を
も
っ
て
、
法
華
K
超
勝
す
る
な
り
」
と
。
）

圭
峰
の
修
門
を
釈
す
る
は
、
未
だ
妄
り
に
止
観
を
談
や
る
を
見
H

い
ざ
る
な
り
。

（
需
師

の
件
法
界
観
修
字
に
云
う

「
止
協
の
前十
一寸習
が
造
詣
す
」

止
。川
島
北也
は
之
を
質
し
て
一式
く日疋
れ
何
の
止
矧
な
る
か
を
知
ら
ず
。
若
し
次
第
な

ら
ば

何
の
位
に
到
ゎ
、
何
の
惑
を
断
じ
、
何
の
聞
を
顕
わ
す
や
。
若
し一

心
な
ム
，ば、

何
の
位
に
円
融
し
て
修
す
る
や
。
何
の
位
に
円
融
し
て
証

す
る
や
o

」
と
）

自
余
の
著
述
は
矛
盾
尤
も
多
し

（腎
首
既
に
自
ら
五
教
を
立
つ
。

起
」情
論
に
観
法
を
明
す
に
－余
っ
て
則
ち
一式
う

「修
の
次
第
は
、
天
台
の
摩
詞
止
観
の
如
し
」

と
。
清
涼
は
既
に

賢
首
を
宗
と
し
、
及
び
華
厳
を
疏
す
と
き
、
則
ち
天
台
の
性
善

性
悪
、

＝
．観
・
三
穂、

一
心
三
千
の
文
を
引
用
す
。

伐
れ
ば
教
と
観
と
進
退
両
失

あ
わ
）

と
言
っ
て
い
る
。

と
の
鑓
荏
の
謂
わ
ん
と
ナ
る
所
は
、
天
台
に
於
い
て
は
蔵
通
別
円
の
四
教
に
各
々
教
観
二
門
を
設
け
、
翻
川
に
あ
っ
て

は
・
政
教
は
訴
空
観
、
通
教
は
休
空
観
、
別
教
は
空
仮
中
の
弐
示
の
三
観
、
円
教
は
空
仮
中
不
衣
第
の
コ
一観
と
い
う
が
如
く
、

四
教
の
各

々
に
そ
の
観
門
を
設
け
て
い
る
が
、

と
れ
は
教
の
み
あ

っ
て
観
が
な
け
れ
ば
、

そ
の
教
は
虚
文
と
な
り
、

叉
観
の
み
あ
っ
て
教
が
な
け
れ

ば
川
ち
邪
観
と
な
る
o

故
に
観
は
教
に
あ
ら
ざ
れ
ば
正
し
か

ら
や、

教
は
観
に
あ
ら
ざ
れ
ば
伝
わ
ら
や
、
教
観
二
門
は
恰
も
使
輪
、
両
翼

の
如
く
、
暫
ら
く
も
離
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。

華
厳
の
五
教
に
は
、
教
は
あ
る
が
観
を
飲
き
、

た
と
え
法
界
観

と
の
立
場
か
ら
、

の
如
き
も
の
が
あ
っ
て
も
、

そ
れ
は
五
教
と
直
時
関
係
が
無
い
も
の
で
あ
る
。
斯
く
の
如
く
、
華
厳
教
学
に
は
著
し
い
快
陥
が
あ
る
に
も
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拘
ら
や

J

、
清
涼
澄
観
が
宗
派
的
意
識
を
発
揮
し
て
、
法
華
を
漸
頓
と
庇
し
、
華
厳
を
頓
々
と
高
揚
し
、
更
に
圭
峯
宗
荷
が
そ
の
亜
流
を
汲

ん
で
云

々
す
る
の
は
、
安
談
も
甚
だ
し
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

鎧
巷
の
斯
か
る
批
判
を
そ
の
億
、
受
け
容
れ
る
こ
と
は
、
到
底
許
さ
れ
な
い
で
あ
ら
う
け
れ
ど
も
、
又
一

一山
か
ら
考
え
る
と
華
厳
教
学

の
一
つ
の
弱
点
を
衝
い
て
い
る
と

と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。
即
ち
華
厳
教
学
に
於
い
て
は
、
教
と
義
の
二
門
を
草
ん
歩
る
け
れ
ど
も
、
教
観

の
二
門
と
い
う
こ
と
は
胎
ん
ど
説
か
な
い
。
勿
論
、
華
厳
教
学
で

い
う
、

義
と
は
内
容
的
に
は
観
を
含
む
も
の
で
あ
る
が
、
そ
し
て
質
的

に
は
天
台
教
学
に
優
る
と
も
劣
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
を
実
践
の
形
式
に
於
い
て
は
全
体
的
、
組
織
的
に
説
く
こ
と
が、

天
台
の

止
観
に
較
べ
て
簡
略
で
あ
る
と
と
は
否
定
出
来
な
い
所
で
あ
る
。
と
の
点
が
、
華
厳
教
学
が
哲
学
的
に
は
極
め
て
深
遠
な
理
論
を
説
き
な

が
ら
も
、
宗
教
と
し
て
栄
え
る
と
と
が
出
来
な
か
っ
た
一
つ
の
原
因
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

で
は
何
故
に
天
台
と
華
厳
と
に
、

と
言
え
ば
、
そ
れ
に
は
大
体
二
つ
の
理
由
が
挙
げ
ら

と
の
よ
う
な
風
格
の
相
違
を
も
た
ら
し
た
か
、

れ
る
と
思
う
。
第
一
は
、
教
学
を
組
織
大
成
し
た
姐
川
の
性
格
及
び
時
代
の
影
響
で
あ
り
、
芳
二
は
所
依
の
根
本
経
典
の
構
想
の
相
違
で

あ
る
。天

台
教
学
の
創
始
者
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
慧
文
は
、

そ
の
経
歴
が
明
ら
か
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
摩
詞
止
観
（
一
巻
之
一
）

に
依
れ
ば

天
台
大
師
伝
法
の
九
附
の
一
人
に
数
え
ら
れ、

且
つ
大
智
度
論
に
よ

っ
て
三
智
一
心
の
観
法
を
工
夫
し
て
之
を
慧
思
に
伝
え
、
或
は
重
観

三
時
、
滅
尽
三
昧
、
無
間
三
昧
を
用
い
、

一
切
法
に
於
て
分
別
す
る
ζ

と
が
無
か
っ

た
、
と
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
聾
一
品
文
が
観
法
の
達
人

で
あ
っ
た
と
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ら
う
。
弟
子
の
南
岳
の
慧
思
禅
川
及
び
事
実
上
天
台
教
学
を
組
織
大
成
し
た
天
台
の
智
嶺
禅
師
が
如

何
に
観
道
に
於
い

て
優
れ
た
人
で
あ
っ
た
か
に

つ
い
て
は
、
今
更
ら
賀
言
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
れ
に
対
し
て
華
厳
教
学
に
於
い
て
は
、
初
祖
社
順
禅
師
は
有
名
な
法
界
観
門
を
著
し
た
観
法
の
達
人
で
あ
っ
た
が
、
芳
二
組
至
相
大
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師
智
蹴

K
は
観
法
に
関
ナ
る
著
作
は
在
く
、

叉
華
厳
教
学
の
組
識
大
成
者
で
あ
る
芳
三
祖
賢
首
大
川
法
蔵
に
は
僅
か
に
忘
尽
還
源
観
一
巻

が
現
存
す
る
の
み
で
、
華
蔵
世
界
観
・
普
賢
観
・
色
空
観
各
一
巻
は
現
存
し
な
い
。
想
ふ
に
華
厳
教
学
に
あ
っ
て
は
観
道
の
実
践
と
い
う

よ
り
も
、
教
相
の
確
立
と
い
う
商
に
力
を
致
し
た
た
め
で
あ
ら
う
。

と
い
う
訳
は
、
当
時
は
玄
奨
三
蔵
に
依
っ
て
将
来
せ
ら
れ
た
新
訳
仏

教
を
、
如
何
忙
受
容
し
て
金
仏
教
学
の
休
系
中
に
そ
の
安
当
在
地
位
を
与
え
る
か
に
全
力
を
尽
し
た
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
智
備
は
地
論
宗

慧
光
の
教
判
ム
」摂
諭
宗
の
教
判
と
を
基
礎
と
し
て
小
始
終
傾
向
の
五
教
の
教
判
を
工
夫
し
、
更
に
法
蔵
は
天
台
の
四
教
の
教
判
の
思
惣
を

背
景
と
し
て
華
厳
の
五
教
判
を
宅
成
し
、

＝
一乗
真
実
、

一一
架
方
便
を
強
調
す
る
新
訳
仏
教
を
以

っ
て
大
乗
始
教
に
当
以
め
て
、

旧
訳
仏
教

の
た
め
に
万
丈
の
気
を
吐
い
た
の
で
あ
る
。

従
っ
て
教
義
の
深
化
に
は
ナ
ぼ
ら
し
い
成
功
を
収
め
た
け
れ
ど
も
、
観
門
の
整
足
に
迄
傑
く

顧
み
る
暇
が
在
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

芳
二
の
所
依
の
根
本
経
典
の
構
想
の
相
違
と
い
う
の
は
、
天
台
教
学
の
所
依
の
根
本
経
典
は
言
う
迄
も
な
く
法
華
経
で
あ
る
が
、

法
華

・50…

経
の
特
色
は
所
謂
る
木
門
よ
り
も
遮
門
に
在
る
と
考
え
ら
れ
る
。
勿
論
、

透
門
医
説
か
れ
て
い
る
思
想
が
実
を
結
ぶ
た
め
に
は
、

本
門
の

所
説
が
必
要
で
あ
り
、

そ
の
点
か
ら
見
れ
ば
本
門
が
重
要
視
せ
ら
れ
る
の
も

一
往
、
納
得
出
来
る
け
れ

E
も、

し
か
し
法
華
経
自
身
が
狙

っ
て
い
る
点
は
法
門
に
説
か
れ
て
い
る
こ
乗
作
仏
に
あ
る
と
思
う
。
換
言
す
れ
ば
開
三
顕
一

・
会
三
帰
一
の
思
想
で
あ
る
。
従
っ
て
法
華

託
金
休
と
し
て
は
、
衆
牛
救
済
の
化
儀
と
い
う
所
に
中
心
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
経
典
に
は
教
相
に
関
ナ
る
こ
と
は
比
較

的
多
〈
説
か
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
観
道
門
に
関
ナ
る
記
述
は
少
い
よ
う
で
あ
る
。
と
れ
鵜
て
天
台
教
学
を
組
織
す
る
に
当
っ
て
、
観
道

門
の
整
備
K
力
を
致
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
所
以
で
あ
る
と
思
う
。

こ
れ
に
反
し
て
華
厳
教
学
の
所
依
の
経
典
た
る
華
厳
経
は
少
く
と
も
経
典
の
建
前
と
し
て
は
、
仏
成
道
の
最
初
の
七
日
聞
は
縁
起
を
思

惟
し
、
芳
二
七
日
目
忙
在
h

リ
仏
が
海
印
＝
一昧
（
印
J
R
ω
E目ロ〈
E
Eー
目
白
い
包

E
）

の
定
中
に
在
っ
て
、
直
ち
に
仏
の
常
証
の
憶
を
説
き
示
し



た
も
の
で
、
其
の
間
衆
生
の
機
根
に
つ
い

て
は
殆
ん
ど
考
慮
せ
ら
れ
て

い
な
い
。
従
っ
て
先
の
法
華
経
が
対
機
の
説
法
な
る
に
対
し
て
、

と
の
華
厳
経
を
称
性
の
説
法
と
名
け
る
研
以
で
あ
る
。

こ
の
点
は
既
に
清
涼
大
川
澄
観
も
注
意
し
た
所
で
あ
っ
て
、
彼
の
華
厳
経
演
義
紗

〈
一
下ゾ

の
中
に

経
は
通
じ
て
三
学
を
詮
わ
ナ
と
雄
も
、
正
し
く
は
定
を
詮
わ
ナ
。
背
是
れ
叩
来
の
定
心
の
演
ぷ
る
所
な
る
が

故
な
り
。
経
に
云
く

「
汝
が
説
く
所
は
文
語
に
し
て
義
に
非
守
口
我
が
説
く
所
は
義
語
に
し
て
文
に
非
十
」
と。

況
ん
や
、
華
厳
の
性
海
は
覚
揚
を
離
れ
やJ

し
て
説
き
た
ま
う
口

仏
の
説
く
所
は
海
印
三
昧
よ
り
親
し
く
発
揮
す
る
所
に
し
て
、
諸
の
大
菩
薩
の
定
心
の
受
く
る
所
な
り
。

と
説
き
、

叉
、
我
が
国
の
顕
然
大
徳
は
、
華
厳
法
界
義
鏡

（
上
巻
J

に
於
い
て

華
厳
宗
別
教
一
乗
は
、
正
し
く
定
学
を
詮
わ
し
、
専
ら
心
観
を
明
ナ
。
祝
行
の
方
法
は
唯
こ
の
経
に
の
み
在
る
な
り

と
述
べ
て
い
る
程
で
あ
る
。
従
っ
て
斯
か
る
立
場
に
立
っ
て
華
厳
経
を
眺
め
れ
ば
、
華
厳
経
そ
の
も
の
が
観
道
の
実
修
方
法
を
説
い
て

い
る
こ
と
に
な
る
理
で
あ
る
。
即
ち
清
涼
大
師
は
こ
の
点
を
強
調
し
て
、

四
十
二
位
の
昭
彰
在
る
は
、
並
び
に
観
行
に
称
ふ
。
九
会
五
周
の
因
果
は、

仏
道
を
方
に
固
か
に
ナ
。
故
に
若
し
く
は
相
、

若
し
く

は
性
、
若
し
く
は
図
、
若
し
く
は
果
も
観
を
成
ぜ
ナ
と
い
う
こ
と
川県
く
、
真
に
契
わ
？
と
い

う
こ
と
無
し
。
経
に
依
り
て
修
行
せ
よ
。

並
び
に
是
れ
盟
意
な
り
。

と
言
っ
て
い
る
の
は
、
確
か
に
華
厳
経
に
対
ナ
る
正
し
い
理
解
を
示
し
た
も
の
と
一三一
口
い
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
口

又、

華
厳
経
伝
記
の
偉
え

る
所
に
依
れ
ば
、
華
厳
の
初
祖
杜
順
禅
師
は
華
厳
維
を
精
読
州
鎖
し
て
、
遂
に
法
界
観
門
を
著
し
た
と
言
わ
れ
て
い

る
が
、
と
れ
は
正
し

く
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
更
に
叉
、
惰
の
達
時
帰
笈
多
は
四
教
を
立
て
、

そ
の
才
四
に
観
行
教
を
設
け
て
と
れ
に
華
厳
経
を
摂
し
、

唐
の
波
頗
密
多
羅
も
五
教
の
中
の
芳
三
に
観
行
教
を
設
け
て

こ
れ
に
華
厳
秘
を
当
朕
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
印
度
の
両
三
蔵
が

・51…



共
に
華
厳
経
を
観
行
教
と
判
じ
た
所
を
以
っ
て
見
る
と
、

印
度
に
於
い
て
も
斯
か
る
見
方
が
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ

の
と
と
は
、
一
大
台
教
学
の
中
心
観
法
た
る

一
心
三
観
が
法
華
経
に
よ
ら
や
し
て
大
智
度
論
に
基
歩
く
と
せ
ら
れ
る
の
と
、

全
く
対
蹴
的
で

あ
る
と
思
う
。

華
厳
経
の
組
織
は
、

経
全
体
と
し
て
は
毘
慮
合
那
仏
に
約
し
て
海
印
三
昧
を
総
定
と
ナ
る
。

そ
れ
は
恰
も
、
法
華
経
が
無
回
一思
議
処
三
味

に
依
っ
て
説
か
れ
、
般
若
経
が
三
昧
王
＝
一昧
に
、
浬
操
経
が
不
動
三
昧
に
依
っ
て
い
る
の
と
同
じ
で
あ
る
が
、
併
し
華
厳
経
中
の
各
説
法

の
会
臨
に
は
、
各
会
康
毎
に
モ
の
説
法
の
菩
薩
に
約
し
て
、
別
々
の
定
が
あ
り
、
従
っ
て
華
厳
経
は
始
終

一
貫
し
て
定
円
で
あ
る
。
故
に
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七
処
九
会
の
所
説
の
法
門
の
一
一
が
、
即
ち
皆
観
門
の
行
相
と
い
う
と
と
に
在
る
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
普
賢
三
昧
口
m
K
は
普
賢
が
如
来

蔵
身
三
昧
に
入
り
、

十
住
口
問
に
は
法
卦一叫が無日
一耶
方
便
三
昧
に
入
り
、

十
行
口
m
に
は
功
徳
林
が
普
思
惟
三
昧
に
入
り
、

十
廻
向
品
に
は
金
剛

憧
が
智
光
三
昧
に
入
り
、

十
地
口m
K
は
金
剛
蔵
が
大
智
慧
光
明
三
昧
に
入
り
、
離
世
間
口
m
K
は
普
賢
が
仏
華
荘
厳
一で
昧
に
入
り
、
入
法
界

同
聞
に
は
仏
が
師
子
頻
申
三
昧
に
入
っ
て
法
を
説
い
た
如
き
で
あ
る
。
叉
、
最
初
の
世
主
妙
厳
口
聞
の
中
の
如
き
は
、
摩
喝
陀
国
で
始
め
て
正

覚
を
成
じ
た
時
、
道
場
も
菩
提
樹
も
仏
肢
も
底
上
の
教
主
も
そ
の
直
覚
の
相
も
皆
全
法
界
に
普
用
し
、

そ
の
化
用
が
自
在
で
あ
る
‘

と

説

か
れ
て
い
る
が
、

と
れ
は
観
行
の
相
状
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
殊
K
華
厳
世
界
口
聞
の
如
き
は
、
最
も
観
行
に
順
じ
て
幽
致
が
陳
べ
ら
れ

て
い
る
の
で
、
賢
首
大
師
は
こ
れ
に
基
や
い
て
華
厳
世
界
観
を
著
わ
さ
れ
た
程
で
あ
る
。
の
み
在
ら
や

J

菩
薩
の
日
常
生
活
を
規
定
し
て
最

も
観
行
に
は
縁
の
遣
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
浄
行
品
の
一
百
四
十
闘
も
、

そ
れ
が
実
は
立
派
な
翻
法
の
行
相
で
あ
る
の
で
あ
る
。
即



ち
行
住
坐
臥
も
起
居
動
止
も
剃
髪
染
衣
も
受
食
飲
水
も
大
小
出
入
も
往
還
進
退
も
礼
仏
諦
経
も
皆
観
行
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
む

従
つ

・
』
・
』
支
ワ

心
観
に
冥
じ
て
禅
定
の
意
を
離
れ
歩
、
境
を
浪
じ
心
を
亡
やJ
る
も
説
請
に
違
わ
な
い

て
若
し
く
は
読
諦
し
、
若
し
く
は
書
写
ナ
る
も
皆
、

の
で
あ
る
。
何
ぜ
か
な
ら
ば
、
説
諦
が
そ
の
ま
L
無
自
性
で
あ
り
、
無
自
性
忙
し
て
説
諦
ナ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
終
日
読
諦
ナ
る
も
是
れ

皆
観
行
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
な
く
、
寛
夜
観
修
ナ
る
も
亦
即
ち
書
談
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
天
台
の
随
自
意
三
昧

と
同
じ
構
想
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
鼠
然
大
徳
は
と
の
華
厳
経
全
体
が
観
法
修
行
の
相
状
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
次
の
如
く
述
べ
て

い
る
。酌

γ
－教
を
明
鏡
と
な
し
て
自
心
を
照
見
し
、
自
心
を
智
燈
と
な
し
て
経
の
幽
旨
を
照
ら
ナ
と
き
、

玄
言
と
理
説
と
は
深
く
教
の
意
に
契

い
、
己
を
虚
く
し
て
宗
を
求
む
る
と
き
、

専
ら
仏
心
に
宣
（歩
。
寓
行
は
自
心
を
照
ら
し
、
自
心
は
寓
行
を
摂
ナ
。
宗
は
玄
奥
に
通
じ
、

説
は
融
液
忙
通
学
。
｛一京と
説
と
兼
ね
暢
ベ
る
は
是
れ
真
乗
の
人
友
り
、
日
疋
の
如
く
道
を
学
べ
ば
、
念
々
忙
覚
を
成
じ
、

是
く
の
如
く
法
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を
談
ホ
ノれ
ば
、
新
々
に
邪
を
利
ナ
。

と
。
以
上
の
よ
う
に
、
華
厳
経
そ
の
も
の
が
、
全
体
と
し
て
観
門
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
華
厳
経
学
を
組
織
す
る
に
当
っ
て
も

殊
更
に
観
門
を
強
張
ナ
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
で
は
在
か
ら
う
か
。
叉
、

一
面
前
に
述
べ
た
如
く
教
相
の
完
成
に
全
力
を
尽
し
た
た
め
に

観
法
を
組
織
大
成
ナ
る
迄
K
至
ら
友
か
っ
た
の
で
は
在
か
ろ
う
か
。

併
し
斯
く
云
っ
た
か
ら
と
て
、
華
厳
教
等
に
於
い
て
観
法
を
全
く
無
視
し
て
い
る
訳
で
は
な
く
、

そ
の
量
の
点
で
は
天
台
の
摩
詞
止
観

や
激
闘
波
羅
密
次
芳
法
門
等
に
は
遥
か
に
及
ば
な
い
け
れ
ど
も、

質
の
点
で
は
優
れ
た
観
門
を
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
社
順

は
（

1
）
法
界
観
門
一

巻
を
著
し
て
、
真
空
観、

理
事
無
碍
観
、
周
遁
含
客
観
の
三
重
の
観
を
挙
げ
て
、
モ
の

一
一
に
十
門
を
開
い
て
観

道
修
行
の
方
軌
を
示
し
た
。
又
、
社
順
説
と
伝
え
ら
れ
る
（
2
）
五
教
止
観
一
巻
は
社
順
の
著
作
で
は
友
い
が
、

賢
首
大
師
の
遊
心
法



界
記
と
内
容
的
に
一
致
ナ
る
所
が
あ
り
、
華
厳
の
観
門
と
し
て
は
五
教
に
配
し
て
観
道
を
明
か
に
し
て
い

る
の
で
、
鎧
＃憶
が
天
台
は
四
教

忙
配
し
て
観
道
を
明
か
に
し
た
が
、
華
厳
に
於
い
て
は
斯
く
の
如
く
五
教
に
対
し
て
観
道
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
が
無
い
、
と
非
難
し
た

も
の

K
答
え
る
も
の
と
し
て
は
、

有
力
在
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

叉
芳
三
相
賢
首
大
師
に
は

F3
）
妄
尽
還
源
観
一
巻
ハ
4
）普
賢
観
一
巻

F
5
）
華
厳
世
界
観
一
巻
（6
）
十
貫
唯
識
観
（
探
玄
記
中
の
一

一節
）
等
が
あ
り
、
分
四
祖
清
涼
大
師
に
（
7
）
二
一聖
問
削
観
一
巻
（
8
）華
厳
心

要
観
一
巻
（9
）
五
組
問

一
巻
（
川
）
十
二
因
縁
観

一
巻
等
が
あ
る
。

｜
｜

（
肉
み
に
十
二
閃
縁
観
は
金
沢
文
庫
に
古
写
本
が
発
見
せ
ら
れ
、

高
峰
了
有
同
士
の
手
に
よ

っ
て
印
刷
せ
ら
れ
た
。
悌
裁
単
報
二
巻
）
｜
｜
叉
、
心
要
観
は
順
宗
皇
帝
が
未
対
東
宮
で
あ
っ
た
時
、
そ
の
下

問
K
答
え
た
も
の

で
、
性
起
観
K
7
脚
し
て

一一
莱
の
心
要
を
陳
べ
た
も
の
で
あ
る

。更
に
三
聖
同
融
観
は
、
他
の
観
法
が
概
ね
法
を
対
象

と
し
て
観
や
る
の
に
対
し
て
、
人
を
対
象
と
し
て
観
十
る
点
に
特
色
が
あ
り
、
且
つ
他

ω観
法
が
哲
学
的
在
る
に
較
べ
て
著
し
く
宗
教
的

持
ち
味
を
有
す
る
所
に
、
特
色
が
あ
る
。
そ
し
て
と
の
観
法
は
我
が
国
の
栂
尾
の
明
慧
上
人
K
大
い
在
る
影
響
を
与
え
、
有
名
な
入
解
脱

門
誌
は
実
に
そ
の
結
果
著
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

三
聖
同
一削
観
の
三
聖
と
は
、
文
殊
と
普
賢
と
及
び
昆
慮
舎
那
仰
と
を
い
い
、
と
の
三
聖
が
同
献
す
る

こ
と
を
税
十
る
の
で
あ
る
が
、
四

冥
し
て
い
え
ば
三
聖
と
い
う
境
に
托
し
て
、
日
心
を
似
・ヂ
る

こ
と
に
外
在
ら
な
い

の
で
あ
る
。
三
聖
の
中
、
二
聖
は
閃
位
で
、
毘
虚
令
那

は
県
位
で
あ
る
が
、
果
位
は
言
語
道
断
、
心
竹
処
械
の
一小
可
説
の
埼
界
で
あ
る
か
ら
、
結
局
、
因
位
の
二
聖
K
関
し
て
、
そ
の
融
通
を
論

じ
、
二
聖
の
玄
妙
な
る

こ
と
を
悟
れ
ば
、
仏
陀
の
県
海
に
入
る
と
と
を
特
る
と
い
う
仕
組
で
あ
る
。

一言
ひ
換
え
れ
ば
、
文
殊
と
普
賢
と
は
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所
統

一
で
あ
り
、
毘
麗
舎
那
仏
は
能
統
一
で
あ
る
日

し
か
し
て
文
殊
と
い
L
、
普
賢
と
い
う
も
、

と
れ
は
そ
の
人
を
指
ナ
の
で
は
左
く
、
文
殊
と
普
賢
に
よ

づ
て
＝
一
般
の
相
対
が
象
徴
せ
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
芳
一
は
能
信
と
所
信
、
芳
二
は
解
と
行
、芳
三
は
理
と
智
で
あ
る
。
即
ち
芳
一
の
相
対
に
於
い
て
は、

文
殊
は
能
信
の
深

心
で、

併
性
論
の
一
二
併
性
の
分
類
か
ら
ナ
れ
ば
、
引
出
性
仏
性
に
当
り
、
普
賢
は
所
信
の
法
界
で、

在
越
の
如
来
蔵
に
当
る
の
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
文
殊
は
永
遠
の
理
想

K
対
す
る
強
い
障
憶
で
あ
り
、
普
賢
は
そ
の
理
想
の
当
体
で
あ
る
、

と
い
え
よ
う
。
芳
二
の
解
行

相
対
に
つ
い
て
い
え
ば
、
文
殊
は
解
即
ち
理
併
で
あ

p
、
普
賢
は
行
即
ち
実
践
修
竹
で
あ
る
u

智
の
眼
が
不
二

の
門
を
照
ら
し
、
行
の
足

が
無
住
の
道
を
歩
ゆ
む
と
と
で
あ
る
日
第
一
一
一の
理
智
相
対
に
つ
い
て
言
え
ば
、
文
殊
は
能
証
の
大
智
で
あ
り
、
普
賢
は
所
証
の
法
界
の
理

即
ち
出
制
の
如
来
蔵
で
あ
る
。
そ
し
て
、

理
は
本
来
、
寂
な
る
が
故
に
心
体
の
離
念
な
る
を
顕
わ
し、

智
の
照
ら
ナ
こ
と
は
心
体
の
大
用

な
る
が
故

K
、
持
賢
と
文
殊
と
は
休
と
用
と
を
顕
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
u

斯
く
の
如
く
、
能
信
所
信
相
対
．
解
行
相
対
、

理
智
相
対
の

コ
一間
一忙
配
す
る
と
と
は
、
華
厳
の
修
行
の
段
階
た
る
十
信
の
位
と
地
前
の
三
賢
の
位
と
地
上
の
十
地
の
位
と
の
三
位
に
配
し
て
の
分
類
で

法
る
。

斯
く
て
、
文
殊
は
能
信
を
併
と
大
智
と
に
配
当
せ
ら
れ
た
が
、

ζ

の
三
は
必
十
一
体
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
即
ち
必
ホ
ノ信
に
悶
ハJ

て
方
に
解
を
成
十
る
の
で
あ
っ
て
、
若
し
解
有
り
て
信
が
在
け
れ
ば
、
邪
見
を
増
し
、
信
有
り
て
解
が

在

け
れ
ば
無
明
を
増
長
ナ
る
か

ら
、
信
と
併
と
が
五
に
相
い
伴
う
て
始
め
て
法
性
を
覚
る
の
で
あ
る
。
従
づ
て
そ
乙
に
大
智
が
成
就
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
そ
の
大

知
日
が
成
就
し
た
時
に
、

反
照
ナ
れ
ば
、
初
心
忙
異
な
ら
な
い
。
従
っ
て
「
初
発
心
時
。
便
成
正
覚
」
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

叉
普
賢
の

理
は
、
行
が
無
け
れ
ば
終
に
顕
わ
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
し
、
行
は
理
に
依
ら
な
け
れ
ば
行
を
起
ナ
乙
と
も
出
来
な
い
。
理
に
依
っ
て
行

を
起
せ
ば
、
そ
の
行
は
必
ホ
ノ現
休
に
称
ぅ
。
行
に
由
っ
て
叫
を
証
ナ
る
を
も
っ
て
、
理
に
し
て
行
の
外
の
理
な
く
、
理
に
由
っ
て
行
を
顕

・55…



わ
ず
を
も
っ
て
、
行
に
し
て
理
の
外
の
行
は
あ
り
得
な
い
。
故
に
所
証
の
理

ι随
え
て
い
え
ば
、
行
と
し
て
具
足
せ
ざ
る
と
と
な
く
、

を
証
ナ
る
と
き
‘

一
切
を
証
ナ
る
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
、
縦
に
文
殊
と
詐
賢
と
の
各
々
の
＝
一事
が
融
や
る
の
み
な
ら
や
、
横
に
も
互
に
相
融
歩
る
の
で
あ
る
。
即
ち
信
に
因
っ
て

方
に
法
界
の
理
を
知
る
の
で
あ
る
。

と
い
う
訳
は
理
を
信
じ
在
い
信
は
邪
僻
友
信
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
葦
し
能
と
所
と
は
不
二
に
し
て

日
心

K
如
来
蔵
有
る
と
と
を
信
じ
な
け
れ
ば
菩
薩
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
叉
、
解
に
よ
っ
て
方
忙
能
く
行
を
起
ナ
の
で
あ
る
が
、
解
に

よ
っ
て
行
を
起
ナ
限
り
、
行
は
解
に
異
在
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
従
っ
て
解
行
不
ご
と
在
る
の
で
あ
る
。
更
に
智
は
理
の
用
で
あ

り
、
理
を
休
と
し
て
智
を
成
、
ヂ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

還
っ

て
理
を
服
ら
ナ
と
と
に
な
り
、
智
と
理
と
が
終
に
冥
ホ

J

る
。
と
れ
を
真
智
と
い

L
、
別
一
知
日
不
こ
と
な
る
の
で
あ
る
。
経
に
「
如
の
外
に
智
あ
り
て
能
く
如
を
証
す
る
と
と
有
る
と
と
無
く
、
亦
、
智
の
外
に
如
あ
り
て
智

の
所
入
と
為
る
こ
と
無
し
」
と
一五
え
る
は
、
実
に
斯
か
る
点
を
指
し
て
説
い
た
も
の
で
あ
る
。

法
界
が
寂
然
た
る
所
を
止
と
名
余
け
寂
に
し
て
し
か
も
常
忙
照
ら
ナ
の
を
観
と
名
歩
け
る

の
で
あ
る
。
寂
に
即
ナ
る
の
観
は
、
照
に
即

す
る
の
寂
で
あ
る
か
ら、

則
ち
定
時
一
品
不
二
と
在
る
。
叉
休
に
即
ナ
る
の
用
を
智
と
い

L
、
用
に
即
ナ
る
の
休
を
理
と
名
歩
け
る
の
で
あ
る

か
ら
、
則
ち
体
用
不
ご
と
在
る
。

乙
L
に
於
い
て
、
文
殊
の
三
事
は
融
通
し
、
普
賢
の
三
事
も
渉
入
し
、
更
に
二
聖
が
相
い
融
じ
て
相
を

離
れ
言
を
絶
し
て
果
、海
に
夜
間
し
て
原
底
を
尽
く
ナ
こ
と
に
な
る
。

と
れ
を
毘
屋
舎
那
光
明
遁
照
と
名
歩
け
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
上
の
理
智
等
は
、
心
を
離
れ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、

心
と
併
と
及
び
衆
生
と
の
是
の
三
に
差
別
無
き
も
の
で
あ
る
。
即
ち
衆

生
の
心
念
は
、
即
ち
如
来
蔵
で
あ
る
。
空
如
来
臓
が
新
賢
の
理
で
あ
り
、

不
空
如
来
蔵
が
女
殊
の
智
で
あ
り
、
総
じ
て
と
れ
を
如
来
蔵
と

見
る
の
は
毘
度
合
那
仏
で
あ
る
。
即
ち
一
念
の
心
に
此
の
＝
一相
を
具
し
、
念
々
に
満
足
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
若
し
本
有
門
に
立
て

ば
、
旧
来
具
足
し
、
究
寛
同
備
し
て
増
減
有
る
と
と
無
く
、
若
し
修
生
門
に
立
て
ば
、
心
の
解
了
忙
於
い
て
念
々
に
因
が
向
か
に
な
り

d
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念
々
に
果
が
満
足
す
る
の
で
あ
る
。
如
来
出
現
品
に
「
菩
薩
は
応
に
知
る
べ
し
、
自
ら
の
心
の
念
々
忙
常
に
仏
有
り
て
正
覚
を
成
や
」
と

説
け
る
は
、

実
に
と
の
聞
の
光
景
を
説
き
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
に
即
ナ
る
多
で
あ
る
か
ら
、
外
よ
り
来
る
ζ

と
を
碍
げ
歩
、
多
忙
即

ナ
る

一
で
あ
る
か
ら
、

本
よ
り
自
ら
の
内
に
在
る
と
と
を
碍
げ
な
い
。

本
有
と
修
生
と
は
元
来
不
二
で
あ
る
。
不
二
で
あ
る
か
ら
、
始
と

木
と
の
名
を
演
や
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
諸
法
は
即
ち
三
聖
で
あ
り
、
衆
聖
も
衆
覧
も
亦
三
聖
で
あ
り
、
境
法
も
亦
三
聖
で

あ
り
、
自
心
も
即
ち
三
聖
忙
し
て
、
斯
く
て
一
切
皆
三
聖
忙
非
ら
ぎ
る
も
の
無
し
、

と
い
う
こ
と
に
在
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
等
の

関
係
は
一
念
の
心
に
在
る
の
で
あ
る
か
ら
、
念
々
に
心
を
観
じ
、
目
忙
触
れ
、
境
に
対
し
て
刺
那
剃
那
に
三
聖
を
見
、

十
方
の
仏
菩
寵
を

見
る
の
で
あ
る
。

と
れ
は
三
聖
円
融
観
の
不
思
議
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

我
々
は
設
に
天
台
の
一
心
三
観
、

一一境＝
一諦
を
想
起
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
即
ち
天
台
は
一
心
に
空
仮
中
の
三
諦
を
観
や
る
の
で
あ
る

が
、
今
三
聖
同
融
慨
に
於
い
て
、
普
賢
を
空
如
来
蔵
に
配
ナ
る
の
は
空
諦
に
当
り
、
文
殊
を
不
空
如
来
蔵
忙
配
ナ
る
の
は
仮
諦
に
当
り
、

見
慮
舎
那
併
を
総
じ
て
如
来
蔵
に
配
ナ
る
の
は
中
諦
に
当
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
但
し
天
台
は
陰
妄
に
つ
い
て
こ
れ
を
観
歩
る
の

で
あ
る
が
、
今
三
聖
観
は
衆

f

生
の
如
来
蔵
心
に
つ
い
て
と
れ
を
観
歩
る
所
に
妄
と
真
と
の
相
違
が
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

全
休

の
構
想
の
上
か
ら
い
え
ば
甚
理
相
似
し
党
点
が
見
ら
れ
る
が
、

蓋
し
と
れ
は
清
涼
大
師
が
一
面
天
台
教
学
の
影
響
を
受
け
在
が
ら
も
、
更

忙
天
台
教
挙
を
越
え
ん
と
し
た
L
め
で
あ
ろ
う
。

三
二
、
九
、

十
六
〉
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